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時代 を リ
ー

ドする保 育実践 ・研究者の 保育観や 「構 え」 は どの よ うに形成 され たか

　　　　　
一

あ る保 育者 （実践研 究者）の ライ フ ス ト
ー

リ
ー

を通 して一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田甫綾野

　　　　　　　　　　　　　　　　（日本女子 大学大学院）

は じめ に

　 宍戸健 夫（1988）は，こ れ ま で 実践者で あ る保育者の

視点 か らの 保育史研究が 少ない こ とを指摘 し，今後の

保育研究，保育実践の た め に も過去 の 保育実践を明ら

か に する必要 が あると述べ て い る 1。こ の ような点か

らも，筆者 は戦後 の 保育実践に っ い て 明 らか に す る必

要 が あ る と考え，戦後 の 保育実践が どの ように 行 わ れ

て き た の か につ い て 研 究 をすすめ て きた。具 体的 に は，

保育者 の ライ フ ス ト
ー

リ
ー

を通 して，昭和 23 年に刊

行 された保育要領 と，昭和 31 年 に刊行 された幼稚園

教育要領を当時 の 保育者たちがどの ように うけとめ て，

どの よ うに実践 して きたの か につ い て，明 らか にす る

こ とを試み た 23 。こ れ は ，グ ッ ドソ ン （2001＞が 「ライ

フ ヒ ス トリーは，学校の 方針や カ リキ ュ ラム が教師 に

よ っ て 受容され，実施 され る過程を検討す る研究手 段

の ひ とつ で ある 」 と位置づ けて い る こ とか らも妥当で

あ る と思 われ る 4。先述の 研究を通 して ，保育者 た ち

は，新 しい 理論や制度を受け入 れ，そ れを実践す る際，

持 ち合 わせ て い る保 育観や 保育に 対す る 「構 え」 が 大

きな意味をもっ て い る とい うこ とを論 じて きた。

　そ こ で本研究で は，あ る保育者の ライ フ ス トーリ
ー

を通 して，こ の 保育観や 「構え亅 を保育者がどの よ う

に，獲得 して い っ たの か にっ い て 考えた い。結論 を先

取 りすれ ば，それ は，養成校で の 被教育経験や，保育

者 ・教師とし て の 経歴，現職教育など，また幼少期 を

含めた長 い 歴史の 中で培われ る もの で ある と考える 。

こ の こ とを保 育者 の ラ イ フ ス トーリーを用 い て 明 らか

に した い。

なぜ 保育者 の 保育観や 保育に 対す る 構 え を明 らか に

す る こ とが必要なの か

　昭 和 31 年の 幼稚園教育要領刊行 当時の 保育に っ い

て ，山村きよや坂元彦太郎 らは 「小学校的］ に なっ た

とし，必ずしも 肯定的に評価され て はい ない。しか し，

そ の 評価 が果た して 妥当とい え るの か，また，なぜそ

の よ うな保育が実践 され る こ と とな っ た の か に っ い て ，

具体的に は指摘され て い ない
。 そ こで ， 筆者は そ れら

につ い て，当時の 保育者た ちの ライ フ ス トーリ
ーか ら

明 らか にす る こ とを試み た。つ ま り どの ような保育が

「小 学校的」 と評 され てい た の か，ま た なぜ そ の よ う

な 保育が 行 わ れ た の か に つ い て 明 らか にす る こ とを試

み た の で あ る。そ の結果，確か に当時 の 保育者 た ちは

　 「小学校的」 と評され て しま うような保育を行 っ て い

た とい うこ とが で きた 。しか し，当時 の 保 育者 た ち が

安易 に幼稚園教育要領の 内容を解釈 した （例えば，領

域を教科とし て とらえた…六 領域を時間 割 と して小 学

校以 上 の 学校 の授業の よ うに行 っ た な ど） と は考察 で

きなか っ た。なぜ なら，当時の 保育者た ちは，幼稚園

教育要 領 で示 され て い る 内容 を 肯 定 的 に 評価 し，そ れ

を理解 しようと努 め，戦後 の 「自由保育」 とい う考え

方を実践 し よ うと し て い たか らで ある 。

　 この ように，保育者たちは，保育制度や 思 想，理論

を肯定的に 受 け と めて い た と して も，そ の 内容を完全

に 理解 し，実践す る とい うこ と と は 必 ず し も つ なが ら

なか っ た とい え る。なぜ なら， 実践者で あ る保育者た

ちは ， 自分 た ちが そ れまで に 持ち 合わ せ て い る保育観

や保育に対する 「構え」 を もっ て，新しい 理論や制度

を受け入れ るか らで あ る 5。つ ま り，保育観や保育に

対す る 「構え」 は，必ず しも思想や制度に よ っ て 変え

られ る もの で ない とい え る。だ とすれば ，
こ の 保育観

や 「構 え」 が どの ように形成され ，変化 され て い くの

かを明 らか にする必要 が あると考える。

保育者や教師 の 保育観や 「構 え」 は どの よ うに形成さ

れ る の か

　保育者 で は な い もの の ，教師の 力量形成と ラ イ フ ス

ト
ー

リ
ー

の 関係 に つ い て の 研 究 は い くっ か 行 われ て い

る 。 例え ば，稲垣 忠彦 （1988）らに よ る教師の ライフ

コ ース に 関す る研 究で は，あ る コ
ーホートを対象 に，

彼 らの ライ フ コ
ース と教師として の 変化，成長，力量

形成 に どの よ うな 関係 が あるか につ い て論 じて い る 。

こ こ で は，彼 ら の 教師 として の 教育観や 力 量 の 形成 が，

彼 らの 生 まれ た 時代や 生育歴等 との 関連で 論 じられ て

い る。こ の よ うに，教師 として の 力量や教育観の 形成

が，養成校で の被教育経験や現職教育に限 っ て はい な

い とい うこ とが 明 らか に され て い る 6。

　こ の こ とか ら，保育者 の 保育観や 「構え」 は 彼 らの

人 生に お け る様々 な経験を通 じて形成され るもの で あ

り，思想や制度の 変化や教員養成 の 場 に おい て の み変

化す る もの で は ない と考えられ る。しか し，稲垣 らの

研 究 は ラ イ フ コ
ー

ス 研 究 で あ り．二
人 の 教師を長い ス

パ ン で お っ た もの で は ない。そ の た め筆者 は，あ る保
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育者 の ライ フ ス ト
ー

リ
ー

ど，彼 の 当時 の 実践 に 関す る

資料 との検討 を通 して ， 彼 の保育観や 「構え」 がどの

ように 形成 され，変化され て い っ たあか につ い て 考 え

た い。そ こで 本研 究 で は，幼稚園教育要領 に か ならず

し もし ば られ る こ と な く教 育活 動 を行 っ た あ る保 育者
’
（実践研究者）を事例に 論 じた い 。

保育者の ラ イ フス ト
ー

リ
ー

か らみ る保育観 と 「構え」

の 形成 に つ い て
一A さん の 事例 を通 して

一

A さん の 略 歴

大正 5 （1916）年生 まれ ，大 正 12（1923）年 に某女子高等

師範学校附属小学校 に入学する。その 後，昭 和 6（1931）

年に師範学校 に入 学 し，専攻科に進む。昭和 12（1937）

年 に 卒業し，市立 の 尋 常小 学校 の 訓 導 とな る。昭和

17（1942）年卒業 した 師範学校の 附属小 学校 に 勤務す

る。 昭和 25（1950）年 退職 し
， 私 立 小 学校 ， 同幼稚園の

教育 に たず さわ るご とに なる。昭 和 40（1965）年短大 へ

移 り，翌年附属幼稚園主事に，その 翌年に は 園長 とな

る。昭和 63（1988）年 定年 に よ り退職す る。

〈事倒 1＞後 で私 の教育実践の 基盤に なるの が，や っ

ぱり大正 自由主義教育なん です よ 。 それが，ち ょ うど

僕らが 小学校教育の こ ろが大 正 自由主義教育が現場の

先生 た ち をくすぐ っ て い た頃 ですね。で ，物 に 書か れ

て る ほ ど思 想統 制 が まだ 表 に 出 て こ な い こ う。殊 に私

は幸か不幸 か 附属 に い た か ら，若干治外法権。 そ こ の

師範学校 の 付属に い たか ら。ii較的 自由っ て い うこ と

と。（中略）地盤 と して は，わ りあい 大正 自由主義教育

っ て い うの が，教育現場の 中で 。だ か ら，童話 とか 童

謡 とか 劇活動 とか，そ うい うこ とは 小 学校で 非常に 先

生たちはや り始 め た時で すか ね 。 僕らの 世代 は 。 短い

間で すけどね。

〈事例 2 ＞子 どもた ち と，生活 に 取 り組む基盤に なる

の は，い わゆる教科学習 に 適合 しない 子 ど もば っ か り

の 学 校 を選ん だ 。今 で 言 うと，落ち こ ぼれ の 連中に 行

き会う。 だ か ら，幼児 教育 じゃ ない け ど，読み 書きそ

ろばん で 果た して ，人 間 が 人間 に な り うるだ ろ うか と

い うの はあ りま したよね 。 （中略）40 何名か の 女 の 子

で，教育 っ て い うの は，読み 書きそろばん を中核 と し

た，今，国が要求 Lて い る よ うな形 態の 教育で は人間

は育たない の で はな い か と い うそこ はか とな い 問題意

識みたい なもの は ありま したね。だか ら，戦争中はこ

れが後 の私の教育計画の 基盤に なるん だ け ど も，教 え

るこ とをどうや っ て，教師がひ っ こ めて，学ぱせ るか

っ て い う。それは，生 活 とか，活動以 外に な い ん じゃ

な い か っ て こ とね 。 （中略）小 学校で や っ て た こ とをも

う
一

遍幼児版 で や っ たら良い ん じゃない か 。 彼らは，

結局自分た ち で 作 っ てい くよ と 。 教えん じゃ ね え よ っ

て 思えたの 。

（考察〉

　　〈事例 1 ＞か ら，A さん は 自分自身 が保育や教育を

行 う上 で ，自らの 被小 学校教育（大正 自由主義教育〉の

影響 を受け て い る と述ぺ て い る 。 また く事例2 ＞か ら

は，最初 に赴任 した あま り勉強熱 心 で は ない 地 域め小

学校 で の 子 どもたちどの 関係 の 中で 培 っ たA さん の 教

育に対 す る考 え方 を読み 取 る こ とができ る。 そ しで さ

らに A さん は ，そ の 小学校で の 体験 を 幼稚園教育の な ．

か で もい か し て い るこ とを述べ て い る。こ れらの こ と

か ら，A さん は 、幼稚園教育要領な どの 制度に よ っ て，
』

自らの 保育観や 「構 え」 を形成 して い るの で は な く，・

被教育経験または 自らの 教育実践を通 して，そ れらを

培 っ て い る とい うこ とが 分 か る。

　っ ま り，思想 や 制度の 変化 に よ っ て 自分 自身 の 実践

を変えなけれ ばな らない とい う
『
こ と に なっ たとし て も，

それ に伴っ て保育観や 「構え」 ま で も変え る とい うこ

とは ない とい え るだ ろう。保育観や 購 え」 は長 い 時

間をか けて形成 され る もの なの で ある。また当 日は、
1

当時 の 実 践 に 関す る資料 も含 め て 考 察 した い
。

お わ りに

　この よ うに，保育者 はそ れぞれ保育観や 「構え」 を

もっ て い る。そ して そ れ は，思 想や 制度が変化するこ

とに 変 わ っ て い く もの で は なく、それ ぞれの 人生，被

教 育経験，教育活 動 な どを通 して培 われ てい く もの な

の で あ る。だ か らこ そ，理 論や 制度 の 内容 を肯 定的 に

評価 した として も，それを自分なりに解釈 して い くこ

とに な るの で あ る 。 これ らの こ とか ら，保 育者養成や

現職教育の 場に お い て も，こ の よ うな視点を取 り入れ

て い く こ とが 必 要 な の で は な い だ ろ うか と考える。
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